




　

吉よ
し
ざ
わ
あ
き
ら

澤
章
さ
ん
は
、
創そ
う
さ
く作
お
り
紙
の
作
家
で
今
か
ら
お
よ
そ
百
年
以
上

前
の
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
年
）
に
上
三
川
町
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

お
り
紙
を
世
界
中
に
広
め
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
、「
創
作
お
り
紙
の

父
」
と
も
「
お
り
紙
の
神
」
と
も
よ
ば
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「ORIGAM

I

」

と
い
う
文
字
を
世
界
共
通
の
言
葉
に
ま
で
し
た
人
で
す
。

　

平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
年
）
に
九
十
四
才
で
お
な
く
な
り
に
な
り

ま
し
た
。

ｰ 1 ｰ

　

吉
澤
さ
ん
は
、
小
さ
い
こ
ろ
に
出
会
っ
た
お
り
紙
に
心
を
ひ
か
れ
、
自
分
の
一
生
を
か
け
て
、

創
作
お
り
紙
の
研
究
を
続
け
ま
し
た
。
命
の
あ
る
も
の
か
ら
人
が
作
っ
た
人
工
物
ま
で
、
多
く
の

作
品
を
紙
一
ま
い
で
作
り
表
し
ま
し
た
。
同
じ
動
物
を
お
っ
た
作
品
で
も
、
よ
く
見
る
と
少
し
ず

つ
ち
が
い
が
あ
り
、
作
品
の
一
つ
一
つ
に
、
顔
の
表
じ
ょ
う
や
動
作
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

吉
澤
さ
ん
は
、
お
り
紙
で
も
の
の
形
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
表
そ
う
と
す
る

動
物
や
こ
ん
虫
な
ど
を
、
よ
く
観
察
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
お
り
紙
に
も

科
学
的
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
一
　
吉
澤
章
さ
ん
の
作
品
と
作
品
づ
く
り

◇子どもたちにおり紙を教える吉澤さん◇

創
作

　
　
新
し
い
も
の
を

　
　
作
り
出
す
こ
と



ｰ 2 ｰ

◇オットセイ◇◇ラクダ◇

◇スケート◇◇小人とキノコ◇

◇コアラの母子◇
◇ぞう◇

◇顔◇

◇千
せ ん ば づ る

羽鶴　蓬
ほうらい

莱◇
上の作品のツルたち、全て合
わせて一まいの紙でおられて
います。

蓬ほ
う
ら
い莱

　
　
仙せ
ん
に
ん人
が
住
む
と

　
　
考
え
ら
れ
た
山

　
　
の
こ
と

仙せ
ん
に
ん人

　
　
山
の
中
に
住
み
、

　
　
空
を
飛
ぶ
力
を

　
　
も
つ
と
い
わ
れ

　
　
る
人

◇ぶんぶく茶がま◇ ◇パンダ◇

◇水辺の小動物◇



ｰ 3 ｰ

◇吉澤さんが図面を引くのに使っていた道具◇

◇吉澤さんが描
えが

いた図面や

おり方の基
きじゅん

準を図にしたもの◇



ｰ 4 ｰ

　

吉
澤
さ
ん
は
、
お
り
紙
を
愛
し
、
お
り
紙
か
ら
本
当
の
美
し
さ
を
も
と
め
、
そ
の
よ
ろ
こ
び
を
世

界
に
広
げ
た
い
と
願
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
国こ

く
さ
い際
折お

り
紙
研
究
会
」
を
つ
く
り
、
同
じ
目
標

を
持
つ
仲
間
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
ど
ん
な
に
心
を
く
だ
い
た
お
り
紙
の
図
と
説
明
を
し
て
も
、
食
べ
な
け
れ
ば
も
の
の
味

が
分
か
ら
な
い
の
と
同
じ
に
、
本
当
の
ふ
れ
あ
い
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
教
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
考
え
、
数
多
く
の
講

こ
う
し
ゅ
う習
会
や
展て
ん
ら
ん覧
会
、
さ
ら
に
お
り
紙
を
通
し
た

国こ
く
さ
い際
交
流
を
行
い
ま
し
た
。

　
二
　
創
作
お
り
紙
を
広
め
る

◇おり紙講習会の様子◇
「折り紙通信 79 号」(1968 年 ) から

講
習
会

　
　
お
り
紙
を
学
び

　
　
習
う
た
め
の
集

　
　
ま
り

展
覧
会

　
　
作
品
を
か
ざ
り
、

　
　
多
く
の
人
に
公

　
　
開
す
る
こ
と

◇子どもたちとのおり紙教室◇

　　　◇国際折り紙研究会や会の各支部の
　　　　　　　　　　研究・講習会の記録◇

1



ｰ 5 ｰ

◇上三川町での展覧会「下野新聞」から◇

◇宇都宮市での講習会（当時の福田市長と）◇

◇ニュージーランドの家庭でおり紙を教える◇

◇インドネシアの人たちと◇
上の 3 枚の写真は「主婦の友」(1967 年 ) から

◇昭和 42 年（1967 年）海外に向かう
　　　　　　 吉澤さんと妻

つま

の喜
き よ

代さん◇



ｰ 6 ｰ

[ 吉澤さんの海外展覧会などを紹介する外国の記事 ]

◇フランスの記事◇

◇ドイツの記事◇

◇オマーンの記事◇

◇ペルーの記事◇

◇ドイツの人たちのお迎えの様子◇

◇スペインの人たちとのふれあい◇



ｰ 7 ｰ

　

吉
澤
さ
ん
は
、
外
国
で
の
講
習
会
や
展
覧
会
を
通
し
て
多
く
の
世
界
中
の
人
と
知
り
合
い
、
交
流

を
続
け
ま
し
た
。
毎
日
、
い
ろ
い
ろ
な
国
々
か
ら
手
紙
が
と
ど
き
、
中
に
は
、
手
紙
と
と
も
に
自
分

の
つ
く
っ
た
作
品
を
入
れ
、
吉
澤
さ
ん
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
と
め
る
も
の
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
吉

澤
さ
ん
は
、
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
て
い
ね
い
に
返
事
を
書
き
続
け
ま
し
た
。

　

吉
澤
さ
ん
は
、
受
け
取
っ
た
手
紙
を
大
切
に
と
っ
て
あ
り
、
そ
れ
ら
の
手
紙
の
数
は
ダ
ン
ボ
ー
ル

で
十
八
箱
以
上
に
も
の
ぼ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
、
外
国
の
人
と
の
手
紙
の
や
り
と
り
は
英
語
が
中

心
で
し
た
の
で
、
手
紙
を
読
む
た
め
英
語
を
日
本
語
に
、
返
事
を
書
く
た
め
日
本
語
を
英
語
に
訳
す

こ
と
、
ま
た
、
出
し
た
手
紙
の
内
よ
う
を
記
録
す
る
こ
と
な
ど
は
、
妻つ

ま

の
喜き

よ代
さ
ん
や
喜

代
さ
ん
の
妹
の
菊き

く
が
わ川
多た

み

こ
美
子
さ
ん
、
そ
し
て
教

え
子
や
吉
澤
さ
ん
の
作
品
に
感
動
し
た
知
人
の

方
な
ど
が
手
助
け
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
続
け
ら
れ
た
吉
澤
さ
ん
の

交
流
の
お
か
げ
も
あ
り
、
や
が
て
、
世
界
の
各

地
で
お
り
紙
の
研
究
会
や
友
の
会
が
立
ち
上
が

り
、
今
も
そ
の
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
三
　
世
界
の
人
た
ち
と
の
交
流

◇外国の方からとどいた手紙◇

◇外国から送られてきた手紙とおり紙作品◇



ｰ 8 ｰ

　

吉
澤
さ
ん
が
お
り
紙
作
品
を
世
の
中
に
出
し
始
め
る
前
ま
で
は
、
お
り
方
の
表
し
方
は
い
ろ
い
ろ

な
も
の
が
あ
り
、ま
と
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。「
日
本
で
育
っ
た
お
り
紙
を
世
界
に
広
め
た
い
」、

と
考
え
て
い
た
吉
澤
さ
ん
は
、
お
り
紙
の
お
り
方
記
号
を
世
界
共
通
の
も
の
に
で
き
る
よ
う
工
夫

し
、
今
で
は
だ
れ
も
が
こ
の
お
り
方
記
号
を
使
う
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。2 2

2

　 　
四
　
吉
澤
さ
ん
の
工
夫

　　　　◇海外の人への返事内ようと
　　　　　それを英語にした下書きのノート◇

◇左から　吉澤章さん、吉澤喜
き よ

代さん、菊
きくがわ

川多
た み こ

美子さん◇



ｰ 9 ｰ

◇外国のおり方の記号◇

◇吉澤さんが考えたおり方の記号◇

　

吉
澤
さ
ん
は
勉
強
家
で
も
あ
り
ま
し
た
。
家
の
中
に
は
図
を
え
が
く
た
め
の
本
や
、
数
学
や
物
理

な
ど
の
本
を
始
め
、
日
本
の
古
い
本
や
外
国
の
本
な
ど
た
く
さ
ん
の
本
が
な
ら
ん
で
い
ま
し
た
。

　

作
品
づ
く
り
に
使
う
紙
も
、
い
ろ
い
ろ
な
用
紙
を
た
め
し
て
い
ま
し
た
。
一
ま
い
の
紙
か
ら
お
り

紙
を
つ
く
り
ま
す
が
、
そ
の
紙
に
あ
つ
み
を
持
た
せ
た
り
、
表
と
う
ら
で
ち
が
う
紙
を
は
り
付
け
て

お
っ
た
り
と
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
た
の
で
す
。



ｰ 10 ｰ

◇おり方の記号を使った作品の図入り説明◇
　　
　　　　右・下ともに「主婦の友」
　　　　　　　　昭和 30 年 (1955 年 ) から

「ＯＴ通信 5 号」(1957 年 ) から



ｰ 11 ｰ

◇古い本の一部◇

◇おり紙に使ったいろいろな紙の一部◇

　

平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）、
ス
ペ
イ
ン
の
セ
ビ
リ
ア
と
い
う
都
市
で
万ば
ん
こ
く国
博は
く
ら
ん
か
い

覧
会
が
開
か
れ
ま

し
た
。
こ
の
博
覧
会
の
日
本
政せ

い
ふ
か
ん

府
館
の
中
に
、
日
本
を
代
表
し
て
吉
澤
さ
ん
の
創そ
う
さ
く作
お
り
紙
が
出
品

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

吉
澤
さ
ん
は
、
出
品
が
決
ま
っ
た
数
年
前
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
創
作
お
り
紙
の
そ
う
ま
と
め
と
し

て
の
作
品
づ
く
り
に
取
り
か
か
り
、
数
千
に
も
お
よ
ぶ
作
品
を
つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。
作
品
の
原
点

と
な
っ
た
の
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と
上
三
川
で
し
た
。

　
五
　
セ
ビ
リ
ア
万
国
博
覧
会

博
覧
会

　
　
産
業
や
文
化
な

　
　
ど
、
活
動
の
成

　
　
果
を
発
表
す
る

　
　
も
よ
お
し

展
示

　
　
作
品
を
な
ら
べ

　
　
て
人
々
に
見
せ

　
　
る
こ
と



ｰ 12 ｰ

　
「
日
本
の
四
季
」
と
題
し
た
展て
ん
じ示
会
場
は
、

今
に
も
動
き
出
し
そ
う
な
人
や
動
物
の
作

品
、
本
当
に
小
さ
な
植
物
の
作
品
た
ち
が
、

日
本
の
風
景
を
見
事
に
表
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
作
品
を
見
た
多
く
の
人
た
ち
か
ら
は
、

お
ど
ろ
き
と
感
動
の
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。

◇「日本の四季」全景◇

◇秋の風景の場面◇

◇「日本の四季」に使われたおり紙作品の一部◇



ｰ 13 ｰ

◇スペインの新聞記事◇



ｰ 14 ｰ

先
生
方
の
資
料
ペ
ー
ジ

一
．
文
中
の
脚
注
に
つ
い
て

　
　

本
文
中　

四
ペ
ー
ジ
六
行
目

　
　

１

　
　
「
折
り
紙
通
信
第
百
号
」(
一
九
七
一
年)

に
あ
る
文
章
で
、
正
し
く
は

　
　
「
ど
ん
な
に
心
を
く
だ
い
た
製
図
と
解
説
を
し
て
も
、
食
べ
な
け
れ
ば
も
の
の
味
が
分
か
ら
な
い
の
と
同
様

　
　

に
、
実
際
の
ふ
れ
あ
い
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま

　
　

す
。」

　
　

本
文
中　

八
ペ
ー
ジ
四
行
目

　
　

２

　
　
「
折
り
紙
通
信
九
十
四
号
」(

一
九
七
〇
年)

で
吉
澤
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　
「
折
り
方
記
号
は
感
覚
的
に
、
直
感
的
に
理
解
さ
れ
る
も
の
が
よ
い
わ
け
で
す
が
、
折
り
方
の
図
解
の
説
明
に
は
、
幾
何
図
形

　
　

や
用
器
画
の
線
と
紛
ら
わ
し
く
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。
真
に
折
り
紙
の
折
り
方
図
解
と
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
次
の
時
代
に
残
す

　
　

た
め
に
、
真
面
目
に
研
究
す
る
か
ぎ
り
水
が
低
い
と
こ
ろ
に
流
れ
て
い
く
と
同
様
に
私
の
提
唱
し
て
い
る
折
り
方
記
号
を
否
定

　
　

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
こ
れ
は
、
音
楽
に
お
け
る
楽
譜
や
、
数
学
に
お
け
る
演
算
記
号
の
＋
、
－
、
×
、
÷
、
＝

　
　

の
よ
う
に
、
世
界
中
統
一
し
た
い
も
の
で
す
。」

二
．
折
り
紙
に
つ
い
て

　
　
一
九
八
九
年
、
東
京
都
営
林
局
で
の
講
習
会
の
際
、
吉
澤
さ
ん
が
折
り
紙
に
つ
い
て
、
説
明
し
た
文
章
か
ら
。（
表
さ
れ
た
と

　
　

お
り
の
文
章
と
な
っ
て
い
ま
す
）



ｰ 15 ｰ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
折
り
紙
の
歴
史
的
背
景
と
沿
革

　

折
り
紙
は
紙
の
普
及
に
よ
っ
て
、
世
界
各
地
に
自
然
と
始
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
日
本
で
も
記
述
は
乏
し
く
、
四
世
紀
ご
ろ
の
「
宗
教
的
な
折
り
紙
」
と
し
て
、

伊
勢
の
皇
大
神
宮
に
伝
わ
る
形
代
（
か
た
し
ろ
）
折
り
紙
が
最
も
古
い
も
の
で
す
。

そ
れ
は
正
方
形
や
長
方
形
の
白
い
紙
に
切
り
込
み
を
入
れ
て
神
体
を
か
た
ど
っ
て
折

り
、
祀
っ
た
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
な
ご
り
と
し
て
、
祓
（
は
ら
い
）
に
用
い
る

形
代
や
祭
具
の
幣
（
ぬ
さ
）
紙
垂
（
し
で
）
な
ど
も
切
り
込
み
折
り
紙
で
作
ら
れ
て

い
ま
す
。

「
儀
式
用
折
り
紙
」
は
民
族
的
な
信
仰
に
近
い
も
の
や
、
現
在
も
生
活
の
中
の
儀
礼
に

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
婚
礼
用
の
目
録
包
み
や
雌
蝶
（
め
ち
ょ
う
）・
雄
蝶
（
お
ち
ょ
う
）
な
ど
が
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

祝
い
事
や
普
段
の
進
物（
し
ん
も
つ
）に
は
、細
い
熨
斗
鮑（
の
し
あ
わ
び
）に
色
紙
を
上
を
広
く
細
長
い
六
角
形
に
折
っ
て
調（
と

と
の
）
え
た
熨
斗
を
添
え
る
と
改
ま
り
ま
す
。
こ
う
し
た
象
徴
的
な
折
り
紙
の
他
、
書
式
や
武
道
、
茶
道
、
そ
の
他
伝
承
や
秘
伝

書
な
ど
の
約
束
事
の
決
ま
り
と
し
て
の
折
り
紙
も
あ
り
ま
す
。

　
「
遊
び
の
折
り
紙
」
は
、
紙
が
貴
重
で
あ
っ
た
昔
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
二
十
世
紀
初
め
ご
ろ
、
約

百
五
十
種
の
折
り
紙
が
伝
承
さ
れ
、
折
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
資
料
と
し
て
は
一
七
九
七
年
発
行
の
「
千
羽
鶴
折
形
」、
一
八
四
五

年
発
行
の
「
か
や
ら
草
」
な
ど
の
他
古
書
の
一
部
に
散
見
さ
れ
ま
す
。

　

昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
折
り
紙
は
角
（
か
ど
）
と
角
、
切
り
口
と
切
り
口
を
合
わ
せ
て
折
る
機
械
的
な
操
作
で
、
誰
が
折
っ
て

も
同
じ
に
し
か
な
ら
な
い
模
倣
の
繰
り
返
し
で
し
た
。
直
線
の
折
り
紙
線
構
造
の
他
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
日
本
の
手

漉
き
の
紙
は
折
り
曲
げ
に
強
く
、
折
り
線
に
柔
ら
か
み
も
出
せ
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
、
表
現
量
の
大
き
い
折
り
紙
線
の
自
由
表
現

に
よ
る
折
り
方
を
提
唱
し
て
き
ま
し
た
。
自
然
界
の
法
則
と
相
伴
っ
た
合
理
的
な
折
り
線
構
成
に
寄
れ
ば
、
折
る
人
の
感
覚
や
操

作
に
よ
っ
て
個
性
の
出
せ
る
幅
広
い
表
現
が
で
き
ま
す
。

　
「
教
育
折
り
紙
」
は
美
術
造
形
や
工
芸
の
基
礎
と
も
な
り
ま
す
。
折
り
紙
は
手
の
働
き
の
原
点
で
あ
る
と
私
は
考
え
、
従
来
の

折
り
紙
に
対
し
て
私
は
「
創
作
折
り
紙
」
と
し
て
新
し
い
分
野
を
成
立
し
、
現
在
は
広
く
「
折
り
紙
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
書
き

込
み
や
切
り
込
み
を
し
な
い
で
、
紙
自
体
の
色
調
や
風
合
い
を
生
か
し
、
紙
の
面
と
線
の
屈
折
に
よ
っ
て
造
形
美
を
創
造
す
る
も

の
で
す
。
表
現
形
式
は
主
と
し
て
立
体
的
で
す
が
、
平
面
的
ま
た
は
レ
リ
ー
フ
と
し
て
も
制
作
し
、
対
象
を
写
実
的
に
あ
る
い
は

抽
象
的
に
表
現
し
ま
す
。
技
術
と
し
て
は
素
材
で
あ
る
紙
の
特
徴
を
生
か
し
、
作
品
に
出
合
う
よ
う
に
紙
を
調
整
し
、
厚
口
の
紙

◇伊勢流折り紙の香包◇
「折り紙通信第４７号」

(1962 年 )
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に
は
水
分
を
与
え
柔
軟
さ
を
つ
け
て
制
作
し
、
造
形
美
を
創
造
し
て
美
術
造
形
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
ほ
か
実

用
的
な
応
用
も
い
ろ
い
ろ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
、
折
り
紙
は
世
界
の
人
々
か
ら
新
し
い
造
形
と
し
て
そ
の
精
神
性
と
高
度
な
作
品
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

創
作
折
り
紙
に
つ
い
て

　

折
り
紙
は
紙
の
面
と
線
の
屈
折
に
よ
っ
て
構
成
す
る
美
術
造
形
で
あ
る
と
私
は
定
義
づ
け
て
い
ま
す
。
素
材
の
持
つ
質
感
や
色

彩
の
調
和
に
よ
っ
て
折
り
描
く
も
の
で
す
。

　

一
枚
の
平
ら
な
紙
を
た
だ
折
る
だ
け
で
、自
由
な
折
り
線
構
造
に
よ
っ
て
幅
広
い
造
形
が
で
き
ま
す
。
切
り
込
み
を
入
れ
た
り
、

貼
り
合
わ
せ
た
り
、
加
筆
な
ど
一
切
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
誰
が
折
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
な
っ
た
昔
か
ら
あ
る
折
り
紙
と
は
た
い
へ

ん
違
っ
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

直
線
図
案
形
を
基
調
と
し
て
、
曲
線
を
作
っ
た
り
曲
面
を
取
り
入
れ
た
り
し
て
、
写
実
的
に
ま
た
具
象
的
に
、
抽
象
的
に
自
然

物
や
心
象
を
自
由
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

原
則
と
し
て
一
枚
の
紙
を
折
る
だ
け
で2

形
づ
く
る
と
い
う
、
厳
し
い
制
約
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
は
力

強
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

柔
ら
か
い
紙
の
感
触
は
日
本
の
気
候
風
土
に
よ
っ
て
育
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
先
人
か
ら
文
化
遺
産
と
し
て

受
け
継
が
れ
た
造
形
本
能
の
感
覚
と
手
し
ご
と
の
技
術
を
大
切
に
し
て
創
作
し
、
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

世
界
の
折
り
紙
状
況

　

日
本
に
伝
統
的
な
折
り
紙
が
あ
る
よ
う
に
、
世
界
の
国
々
に
少
し
ず
つ
は
折
り
紙
が
あ
り
ま
し
た
。
中
で

も
ス
ペ
イ
ン
に
は
古
く
か
ら
、
単
純
な
折
り
方
や
切
り
込
み
折
り
紙
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
紙

の
角
と
角
、
切
り
口
と
切
り
口
を
合
わ
せ
て
折
る
機
械
的
で
あ
り
、
図
案
的
な
も
の
が
殆
ど
で
し
た
。
紙
を

折
る
だ
け
で
い
ろ
い
ろ
の
形
を
作
る
こ
と
は
一
般
に
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　

一
九
五
五
年
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
立
美
術
館
に
お
い
て
、
私
の
折
り
紙
の
展
覧
会
が
一
か
月

◇イギリスのロバートハービンさんの作品◇
「折り紙通信 47 号」(1962 年 ) から
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開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
Ｇ
・
レ
グ
マ
ン
氏
（
フ
ラ
ン
ス
在
住
）
の

御
助
力
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
展
覧
会
の
反
響
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

国
ば
か
り
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
中
南
米
に
ま
で
報
道
さ
れ
、
画
期

的
な
紙
の
造
形
と
し
て
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
端
緒
と
な
っ
て
、
世
界
の
人
々
の
創
作
折
り
紙
に
寄
せ
る
関

心
と
理
解
は
確
か
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
外
務
省
及
び
国
際
交
流
基
金
か
ら
世
界
の
各
国
に
派
遣
さ

れ
て
、
折
り
紙
は
ま
す
ま
す
普
及
さ
れ
、
愛
好
者
が
組
織
を
持
つ
ま
で

に
な
り
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、

オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
欧
米
各
国
や
中
南
米
、
東

南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
グ
ル
ー
プ
が
で
き
て
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
や
コ
ン

テ
ス
ト
、
展
覧
会
な
ど
に
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
私
の
提
唱
し
て
い
る
、
紙
の
面
と
線
の
屈
折
だ
け
で
情
緒

的
に
表
現
す
る
折
り
紙
が
普
及
さ
れ
、
研
究
や
創
作
を
熱
心
に
し
て
い

ま
す
。
こ
う
し
て
認
識
の
深
ま
る
ほ
ど
に
、
私
た
ち
と
の
交
流
は
一
層

密
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

普
及
、
伝
達
の
方
法
と
し
て
、
優
れ
た
創
作
は
図
解
に
よ
り
出
版
物

に
な
り
ま
す
。
製
図
の
約
束
、
即
ち
「
折
り
線
記
号
」
を
国
際
的
な
も

の
に
し
た
い
と
長
年
念
願
し
主
張
し
て
き
ま
し
た
。
理
論
に
裏
付
け
さ

れ
た
そ
の
方
法
は
外
国
の
人
々
に
も
共
感
を
得
て
、
徐
々
に
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◇訪問先のスペインで親子に折り紙を教える吉澤さん◇
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